
｢
哲
学
者
歴
史
学
者
に
と
り
､
言
語
は
存
在
の
た
め
に
あ
る
｡
私
に
と
っ
て
､
存
在
は
言
語
の
た
め
に
あ
る
｡
言
語
を
生
む
た
め

の
素
材
と
し
て
､
存
在
は
あ
き
と
断
言
し
た
の
は
吉
川
幸
次
郎
氏
で
あ
る
(
『
文
弱
の
価
値
』
､
｢
訪
中
詩
事
｣
､
筑
摩
書
房
､

七
三
頁
)
｡
哲
学
と
歴
史
学
を
一
括
す
る
こ
と
に
は
反
論
も
あ
ろ
う
し
､
｢
存
在
に
到
達
す
れ
ば
､
言
語
は
杢
蹄
と
し
て
捨
て
ら
れ

る
｣
と
ま
で
言
い
切
ら
れ
て
し
ま
う
と
､
尚
一
層
の
疑
義
が
呈
さ
れ
る
に
違
い
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
､
吉
川
氏
の
指
摘
を
侯
つ
ま

で
も
な
く
､
西
洋
哲
学
の
ひ
と
つ
の
源
流
に
は
､
言
葉
は
存
在
に
到
達
す
る
田
芸
の
過
程
に
あ
る
も
の
､
あ
る
い
は
存
在
を
そ
の
真

の
あ
り
よ
う
に
相
応
し
く
語
り
出
す
手
段
で
あ
る
､
と
す
る
思
想
が
あ
る
｡
そ
こ
で
は
文
学
に
も
真
な
る
存
在
と
の
正
し
い
出
会
い

を
模
索
す
る
哲
学
的
志
向
が
要
求
さ
れ
､
そ
れ
故
に
こ
そ
手
段
と
し
て
の
言
葉
の
力
に
つ
い
て
の
厳
し
い
反
省
が
語
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
｡
例
え
ば
プ
ラ
ト
ン
は
､
極
め
て
争
論
性
の
強
い
著
作
『
イ
オ
ン
』
の
中
で
で
は
あ
る
が
､
｢
詩
人
は
神
々
(
の
言
葉
)
の
伝

達
者
で
あ
る
｣
と
述
べ
て
お
り
､
人
間
の
言
葉
は
哲
学
に
せ
よ
詩
に
せ
よ
結
局
は
存
在
を
的
確
に
語
り
出
す
神
の
言
葉
の
模
倣
に
過

ぎ
ず
､
最
も
成
功
し
た
模
倣
の
言
葉
で
あ
っ
て
も
､
存
在
に
従
う
限
り
に
お
い
て
た
か
だ
か
存
在
を
想
い
起
す
た
め
の
縁
の
地
位
に

留
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
思
想
は
､
.
プ
ラ
ト
ン
よ
り
も
想
像
の
自
由
や
虚
構
的
存
在
の
創
出
を
よ
り
積
極
的
に
認
め
る
か
に
見

ぇ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
､
｢
悲
劇
は
行
為
と
生
の
､
､
､
-
メ
ー
シ
ス
で
あ
る
｣
『
詩
学
』
一
四
五
〇
a
一
六
-

七
)
と
の
根
本
的
命
題
の
下
に
､
詩
作
は
ま
さ
し
く
人
間
存
在
の
意
味
を
語
り
出
す
こ
と
に
お
い
て
｢
歴
史
的
記
述
よ
り
も
よ
り
哲

学
的
で
あ
り
一
層
真
筆
な
洞
察
に
富
む
｣

(
同
､
一
四
至
b
五
-
六
)
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
存
在
と
の
照
応
と
い
う
観

点
よ
り
､
哲
学
､
詩
作
､
歴
史
的
記
述
の
位
階
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
｡

と
は
言
え
､
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
世
界
に
言
葉
の
物
神
化
の
傾
向
が
見
出
さ
れ
な
い
と
い
う
訳
で
は
決
し
て
な
い
｡
あ
る
い
は
世
界

最
古
の
文
垂
批
評
と
も
見
倣
さ
れ
る
ア
リ
ス
ト
バ
ネ
ス
の
『
蛙
』
に
お
い
て
は
､
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
が
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
と
エ
ウ
リ



ビ
デ
ス
の
詩
人
と
し
て
の
優
劣
を
判
定
す
る
た
め
に
｣
両
者
が
各
々
自
ら
名
文
句
と
誇
る
と
こ
ろ
を
秤
に
か
け
て
そ
の
言
葉
の
重
さ

を
比
較
す
る
と
い
う
方
法
を
採
っ
て
い
る
｡
こ
.
こ
に
は
､
そ
れ
が
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
そ
し
て
ア
リ
ス
ト
バ
ネ
ス
の
真
意
で
は

な
い
け
れ
ど
も
､
存
在
と
言
葉
と
の
照
応
と
い
う
制
約
の
影
も
見
え
な
い
程
に
言
葉
の
物
神
性
が
鮮
か
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
｡
か
か

る
制
約
を
む
し
ろ
積
極
的
に
無
視
し
て
力
と
し
て
の
言
葉
を
巧
み
に
操
り
､
自
ら
の
創
り
出
す
事
象
へ
と
人
々
を
誘
う
の
は
､
典
型

的
に
は
プ
ラ
ト
ン
の
描
き
出
す
ソ
フ
ィ
ス
ト
的
修
辞
学
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
結
果
的
に
は
言
葉
の
物
神
化
と
い
う
事
態
を
招
来
す
る

こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
､
｢
存
在
は
言
語
の
た
め
に
あ
る
｣
と
言
う
程
に
､
文
学
の
存
在
を
積
極
的
に
認
め
る
思
想
は
と
り
わ
け
プ

ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
は
見
出
せ
な
い
よ
う
で
あ
る
｡

さ
て
､
吉
川
氏
は
文
学
の
価
値
を
積
極
的
に
評
価
す
る
立
場
か
ら
､
韓
退
之
の
｢
勃
興
す
る
こ
と
李
杜
を
得
て
､
万
類
は
陵
暴
に

困
し
む
｣
と
い
う
言
葉
を
引
い
て
､
訪
中
の
機
に
む
し
ろ
｢
杜
は
そ
の
素
材
と
し
た
自
然
を
い
か
に
変
形
し
<
陵
暴
>
し
て
い
る
か
､

そ
れ
を
こ
そ
見
た
い
｣
と
述
べ
て
い
る
(
七
六
頁
)
｡
新
し
い
自
然
を
造
型
す
る
<
能
動
の
詩
人
>
(
七
五
頁
)
と
し
て
の
杜
甫
を

評
価
す
る
思
想
は
吉
川
氏
の
創
る
五
言
長
詩
に
託
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
の
詩
句
中
と
り
わ
け
注
目
を
惹
く
言
葉
が
｢
江
山
非
助
詩
､

詩
使
江
山
焚
｣
で
あ
る
｡
そ
れ
は
吉
川
氏
言
う
と
こ
ろ
の
例
え
ば
｢
人
は
天
地
に
非
れ
ば
以
て
生
を
為
す
な
し
､
天
地
は
人
に
非
れ

ば
以
て
霊
を
為
す
な
し
｣

(
伝
劉
陶
)
に
示
さ
れ
る
人
本
主
義
に
通
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
五
言
長
詩
の
こ
と
を
筆
者
に
教
示

さ
れ
､
自
ら
は
そ
れ
を
蘇
東
披
解
釈
の
ひ
と
つ
の
拠
り
処
と
す
る
山
本
和
義
氏
は
､
現
在
小
川
環
樹
氏
と
の
共
著
と
し
て
彪
大
な
東

披
詩
集
の
註
釈
を
着
々
と
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
の
研
究
の
一
環
と
し
て
｢
僧
清
順
新
作
垂
雲
亭
｣

(
蘇
文
忠
公
詩
合
註
巻
九
､

一
〇
七
三
年
の
作
)
を
紹
介
し
註
釈
し
て
い
る
｡
こ
の
詩
中
に
は
ま
さ
し
く
｢
江
山
は
詩
を
助
く
る
に
非
ず
､
詩
は
江
山
を
使
て
焚

か
し
む
｣
に
通
ず
る
注
目
す
べ
き
思
想
が
あ
る
｡
順
序
は
逆
と
な
る
が
､
｢
天
憐
詩
人
窮
､
乞
輿
供
詩
本
｣
と
あ
り
､
し
か
し
､
そ

の
詩
本
(
詩
の
素
材
)
は
模
倣
す
べ
き
美
し
い
自
然
と
し
て
供
さ
れ
る
訳
で
は
な
く
､
｢
天
功
単
向
背
｣
と
い
う
秩
序
な
き
形
で
現

わ
れ
る
か
ら
､
詩
作
は
こ
れ
を
｢
詩
眼
巧
檜
損
｣
と
い
う
方
途
を
も
っ
て
新
し
い
秩
序
を
創
り
出
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
､
と
語



ら
れ
て
い
る
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
｡
｢
江
山
錬
り
有
り
と
難
も
｣
そ
れ
は
未
だ
美
の
現
実
で
は
な
く
､
江
山
は
錆
化
の
働
き
を
も
つ

詩
眼
を
介
し
て
こ
そ
始
め
て
美
と
な
る
､
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

詩
人
の
窮
す
る
を
憐
れ
み
詩
本
を
供
す
る
天
と
､
自
ら
の
詩
眼
に
よ
っ
て
詩
本
を
錆
化
し
て
美
を
創
出
す
る
人
と
が
､
果
し
て
如

何
な
る
関
係
に
立
つ
の
か
に
つ
い
て
は
､
各
々
の
文
脈
の
中
で
､
そ
し
て
他
の
文
脈
な
い
し
世
界
観
と
の
比
較
に
お
い
て
､
天
と
人
､

造
物
と
詩
人
の
関
係
が
よ
り
原
理
的
に
更
に
は
形
而
上
学
的
に
考
究
さ
れ
て
始
め
て
語
り
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
冒
頭
に
引
用
し
た

吉
川
氏
の
言
襲
が
､
と
り
わ
け
西
洋
の
古
代
の
思
想
と
の
関
係
に
お
い
て
､
ま
た
中
国
の
文
学
観
の
文
脈
に
お
い
て
､
そ
し
て
更
に

ょ
り
普
遍
的
な
位
相
に
お
い
て
､
何
処
ま
で
妥
当
性
を
有
し
う
る
か
､
興
味
深
い
主
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
か
か
る
存
在
と
思
.
惟
ど

言
葉
の
照
応
､
哲
学
と
文
学
の
相
関
を
め
ぐ
っ
て
､
東
と
西
､
古
と
今
と
が
微
妙
に
交
錯
し
ま
た
離
反
し
て
ゆ
く
の
を
見
る
の
も
､

ま
た
ひ
と
つ
の
楽
し
み
で
あ
る
､
と
言
う
と
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
｡

ポ
イ
エ
ー
シ
ス
の
総
合
研
究
を
こ
こ
三
年
継
続
し
て
行
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
､
こ
の
よ
う
な
序
文
と
な
っ
た
が
､
そ
れ
は
さ
て
お

き
､
今
年
度
も
幸
い
に
研
究
室
紀
要
第
六
輯
を
世
に
送
り
出
す
運
び
と
な
っ
た
｡
読
者
各
位
の
御
批
正
を
賜
る
こ
と
を
切
に
願
う
次

第
で
あ
る
｡

昭
和
六
十
三
年
三
月
二
日

藤

田

一
美


